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は
じ
め
に

小
田
嶽
夫
（
一
九
〇
〇
〜
一
九
七
九
）
は
日
本
文
学
の
分
野
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
彼
は
東
京
外
国
語
学
校
支
那
語
科
を
卒
業
し
、
中
国
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

彼
は
中
国
に
対
す
る
自
ら
の
感
情
を
「
郷
愁
」
と
表
現
し
て
い
る
。
先
行
研
究
に
よ

り
、
小
田
は
確
か
に
中
国
に
対
し
て
、「
郷
愁
」
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る①
。一

九
三
六
年
九
月
一
五
日
の
「
魯
迅
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
魯
迅
が
小
田
の
手
紙
を

受
け
取
っ
た
こ
と
が
分
か
る②
。
同
年
一
〇
月
に
小
田
の
「
魯
迅
を
偲
ぶ
」
で
は
、「
偉

大
な
文
学
者
」と
い
う
魯
迅
へ
の
感
嘆
も
垣
間
見
え
る③
。
小
田
は
一
九
四
〇
年
六
月
、

雑
誌
『
新
風
』
に
「
魯
迅
伝
（
第
1
回
）」（
Ⅰ
）、
九
月
、
雑
誌
『
新
潮
』
に
「
魯
迅

伝
（
第
1
〜
3
回
）」（
Ⅱ
）
を
発
表
し
た
。
Ⅰ
と
Ⅱ
の
「
両
者
を
ベ
ー
ス
に
し
て
『
魯

迅
伝
』
が
そ
の
全
貌
を
あ
ら
わ
し
た
の
は
Ⅲ
の
段
階
で
、
こ
こ
に
『
魯
迅
伝
』
は
一

応
の
完
成
を
み
る④
」
と
先
行
研
究
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
Ⅲ
」

は
、
一
九
四
一
年
出
版
の
『
魯
迅
伝
』
を
指
す⑤
。
一
九
四
一
年
三
月
に
小
田
の
『
魯

迅
伝
』
は
、
筑
摩
書
房
に
よ
り
出
版
さ
れ
た
。
以
前
に
も
「
魯
迅
伝
」
の
名
前
で
書

か
れ
た
文
章
が
あ
る
が
、
一
九
四
一
年
の
『
魯
迅
伝
』
は
日
本
最
初
の
本
格
的
な
魯

迅
の
評
伝
で
あ
り
、
小
田
の
魯
迅
像
を
提
示
し
た
と
い
え
よ
う
。

竹
内
好
（
一
九
一
〇
〜
一
九
七
七
）
は
、
一
九
三
七
年
か
ら
一
九
三
九
年
ま
で
北
京

で
留
学
し
て
い
た
。
帰
国
し
た
後
、竹
内
は
一
九
四
一
年
五
月
に
日
本
評
論
社
と『
魯

迅
』
の
出
版
契
約
を
結
び
、
後
世
の
魯
迅
研
究
者
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と

な
っ
た
『
魯
迅
』
を
書
く
こ
と
を
決
め
た
。
つ
ま
り
、
竹
内
が
『
魯
迅
』
の
執
筆
を

決
心
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
小
田
の
『
魯
迅
伝
』
が
出
版
さ
れ
、
当
時
の
人
々
に
読

ま
れ
て
い
る
頃
で
あ
る
。『
魯
迅
』
は
、
一
九
四
四
年
に
出
版
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て

竹
内
の
魯
迅
像
が
提
示
さ
れ
た
。

小
田
の
魯
迅
像
と
竹
内
好
の
魯
迅
像
の
間
に
は
相
違
が
あ
る
。
そ
の
相
違
は
、
魯

迅
の
一
部
の
作
品
へ
の
小
田
の
解
読
に
対
す
る
竹
内
の
反
発
や
批
判
と
関
わ
っ
て
い

る
。本

論
で
は
、
小
田
の
魯
迅
像
と
竹
内
好
の
魯
迅
像
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
試
み
る
。
第
1
章
で
は
、『
魯
迅
伝
』
と
『
魯
迅
』
の
関
係
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

を
批
判
的
に
検
討
し
た
上
で
、『
魯
迅
伝
』
に
対
す
る
竹
内
の
批
判
の
経
緯
を
説
明
す

る
。
第
2
章
で
は
、『
魯
迅
伝
』
と
『
魯
迅
』
を
対
照
さ
せ
つ
つ
、
両
者
に
お
け
る
魯

迅
像
の
分
析
を
行
う
。
具
体
的
に
は
、
①
『
魯
迅
伝
』
と
『
魯
迅
』
に
お
け
る
文
学

観
の
相
違
を
考
察
し
、
②
魯
迅
の
作
品
に
対
す
る
「
素
朴
」
な
解
読
を
通
し
て
、
小

田
は
「
青
春
期
の
真
の
愛
国
の
情
」
を
提
示
し
、「
愛
国
者
」
の
概
念
を
完
成
し
た
こ

と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
③
竹
内
は
魯
迅
の
作
品
に
対
す
る
「
素
朴
」
な
小
田
の

解
読
を
批
判
し
、
自
ら
の
新
し
い
解
読
方
法
を
通
し
て
、「
青
春
期
の
真
の
愛
国
の

情
」
と
異
な
る
文
学
者
の
概
念
を
作
り
上
げ
た
こ
と
を
示
し
、
非
功
利
的
な
立
場
を

作
り
上
げ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
3
章
で
は
、
両
者
の
魯
迅
像
が
魯
迅
の
一
つ
の

側
面
を
捉
え
た
こ
と
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
各
々
の
背
後
の
日
本
批

竹
内
好
に
よ
る
「
文
学
者
」
魯
迅
像
の
生
成

―
小
田
嶽
夫
の
「
愛
国
者
」
魯
迅
像
へ
の
懐
疑

余　
　
　

　

延
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判
の
立
場
を
考
察
し
、
魯
迅
像
の
相
違
の
理
由
を
説
明
す
る
。

１　
『
魯
迅
伝
』
と
『
魯
迅
』
の
関
連
に
つ
い
て

本
章
で
は
、
ま
ず
小
田
の
魯
迅
像
と
竹
内
好
の
魯
迅
像
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
先

行
研
究
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
。
丸
山
昇
は
論
文
で
『
魯
迅
伝
』
に
触
れ
、
竹
内
好
に

よ
る
「
花
鳥
風
月
」
の
批
判
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
が
、『
魯
迅
伝
』
の
内
実
に
つ
い

て
の
具
体
的
な
分
析
は
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る⑥
。
伊
藤
虎
丸

は
『
魯
迅
伝
』
を
読
ん
だ
三
〇
年
後
（
一
九
八
五
年
）
に
再
び
、
そ
れ
を
読
み
返
し
た

際
、小
田
の
魯
迅
像
と
竹
内
好
の
魯
迅
像
に
は
共
通
点
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る⑦
。
さ

ら
に
、
伊
藤
は
、
そ
の
共
通
点
を
小
田
の
「
倫
理
的
」
魯
迅
像
の
枠
組
み
と
し
て
指

摘
し
、「（
イ
）
反
政
府
の
「
愛
国
者
」、（
ロ
）
小
田
が
「
弱
国
人
の
文
学
」
と
呼
ん

だ
民
族
主
義
、（
ハ
）
強
固
な
伝
統
（
小
田
の
言
葉
で
は
「
中
国
旧
文
化
」「
中
国
語
文
化
」）

と
の
生
涯
の
格
闘
」
と
い
う
枠
組
み
を
提
出
し
た⑧
。
し
か
し
、「
倫
理
的
」
魯
迅
像
の

枠
組
み
の
発
想
は
仮
説
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
管
見
の
限
り
、
両
者
の
関
連
に
触
れ
る
論
文
は
少
な
い
。

で
は
、
竹
内
好
は
『
魯
迅
伝
』
に
お
け
る
小
田
の
魯
迅
像
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し

て
い
た
の
か
。『
魯
迅
』
に
は
、竹
内
に
よ
る
『
魯
迅
伝
』
に
対
す
る
批
判
が
見
ら
れ

る
。
竹
内
は
「
私
が
、
彼
の
伝
記
の
伝
説
化
に
執
拗
に
抗
議
し
た
の
は
、
決
し
て
揚

足
取
り
の
つ
も
り
か
ら
で
は
な
い
。
魯
迅
文
学
の
解
釈
の
根
本
に
か
か
は
る
問
題
だ

か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
の
根
底
的
な
自
覚
を
得
た
こ
と
が
彼
を
文
学
者
た
ら
し
め

て
ゐ
る
の
で
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、
民
族
主
義
者
魯
迅
、
愛
国
者
魯
迅
も
、
畢
竟
言

葉
で
あ
る⑨
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
批
判
か
ら
、
小
田
の
魯
迅
像
と
異
な
る
自
ら
の

魯
迅
像
を
作
ろ
う
と
い
う
竹
内
の
意
図
が
分
か
る
。

こ
こ
で
の
「
伝
説
化
」
は
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
。
戦
後
、
再
出
版
し

た
『
魯
迅
』
に
は
「
自
註
」
の
部
分
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
「
註
六
」
を
見
る
と
、

「
増
田
渉
『
魯
迅
伝
』、
小
田
嶽
夫
『
魯
迅
の
生
涯
』
等
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
解
釈

を
と
っ
て
い
る⑩
」
と
あ
る
。
戦
後
の
一
九
四
九
年
に
鎌
倉
文
庫
に
よ
り
、小
田
の
『
魯

迅
伝
』
が
『
魯
迅
の
生
涯
』
と
い
う
名
前
で
再
出
版
さ
れ
た
。「
支
那
」
を
「
中
国
」

に
変
え
る
と
い
っ
た
工
夫
や
些
か
な
細
か
い
変
化
が
見
ら
れ
る⑪
が
、
小
田
の
魯
迅
像

は
変
化
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、「
伝
説
化
」
の
と
こ
ろ
に
は
『
魯
迅
伝
』
の
問
題
点

が
あ
る
。

続
い
て
、「
魯
迅
文
学
の
解
釈
の
根
本
に
か
か
は
る
問
題
」
に
つ
い
て
、
竹
内
好
は

以
前
の
魯
迅
像
を
批
判
し
た
。
そ
れ
は
、
小
田
の
魯
迅
像
な
ど
、
先
行
す
る
魯
迅
像

に
対
す
る
不
満
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
小
田
の
『
魯
迅
伝
』
の
「
あ
と
が
き
」

で
は
、「
無
意
識
の
う
ち
に
自
ら
一
つ
の
線
に
沿
っ
て
進
ん
で
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
は
「
愛
国
」
者
と
い
う
魯
迅
の
面
に
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
叙
述

が
集
中
し
て
行
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る⑫
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、『
魯
迅
伝
』
に
は

「
愛
国
者
」
魯
迅
像
と
い
う
認
識
が
見
ら
れ
る
。
竹
内
の
考
え
で
は
、「
愛
国
者
魯
迅
」

と
い
う
認
識
に
問
題
が
あ
り
、
自
ら
の
文
学
者
魯
迅
を
提
唱
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

『
魯
迅
』
を
書
い
て
い
た
と
き
の
竹
内
は
す
で
に
、『
魯
迅
伝
』
に
お
け
る
「
愛
国
者
」

像
と
、「
文
学
者
」
と
し
て
の
魯
迅
像
の
差
異
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

戦
後
に
も
竹
内
好
は『
魯
迅
伝
』を
論
じ
て
い
る
。
魯
迅
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
ち
ょ

う
ど
二
〇
年
目
に
竹
内
は
「
花
鳥
風
月
」
を
書
き
、
小
田
の
『
魯
迅
伝
』
を
単
行
本

と
し
て
「
最
初
の
（
魯
迅
）
研
究
書
」
と
述
べ
た
が
、伝
記
と
し
て
成
功
し
て
い
な
い

も
の
と
酷
評
し
、
結
局
、「『
魯
迅
伝
』
は
、
魯
迅
の
い
ち
ば
ん
き
ら
い
な
花
鳥
風
月

で
魯
迅
を
処
理
し
た
き
ら
い
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
花
鳥
風
月
」
は
自
然
の
美

し
い
風
物
と
し
ば
し
ば
解
釈
さ
れ
る
が
、
竹
内
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
全
体
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
言
う
し
か

な
い
の
だ
が
、
私
の
不
満
の
点
を
強
い
て
あ
げ
れ
ば
、
作
者
は
素
朴
す
ぎ
や
し

な
い
か
、
文
章
を
信
じ
過
ぎ
や
し
な
い
か
、
文
章
を
、
そ
の
奥
の
と
こ
ろ
で
問
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題
に
す
る
の
で
な
く
て
、手
前
の
と
こ
ろ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る⑬
。

小
田
が
魯
迅
の
作
品
（
小
田
に
選
ば
れ
た
一
部
の
作
品
の
み
）
を
事
実
と
し
て
そ
の
ま

ま
信
じ
る
こ
と
に
対
し
て
、
竹
内
好
は
不
満
の
意
を
表
し
、
魯
迅
の
そ
れ
ら
の
文
章

を
「
素
朴
」
な
姿
で
解
読
し
て
い
る
と
批
判
し
た
。
つ
ま
り
、
竹
内
は
『
魯
迅
伝
』

に
お
け
る
「
愛
国
者
魯
迅
」
の
魯
迅
像
を
批
判
し
た
の
み
な
ら
ず
、「
愛
国
者
魯
迅
」

を
構
築
す
る
小
田
の
方
法
に
も
反
対
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
小
田
の
魯
迅
像
と
竹
内
好
の
魯
迅
像
と
の
間
に
は
大
き
な
相
違
が
あ

る
が
、
先
行
研
究
で
は
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
未
だ
十
分
に
議
論
が
深
め
ら
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
本
論
で
は
次
に
、『
魯
迅
伝
』
と
『
魯
迅
』
の
内

容
を
具
体
的
に
比
較
し
て
い
き
た
い
。

２　
「
愛
国
者
」
と
文
学
者
に
つ
い
て

２
・
１　

小
田
の
文
学
観
か
ら
竹
内
好
の
文
学
観
へ

本
節
で
は
文
学
と
革
命
の
認
識
（
文
学
観
）
を
め
ぐ
る
『
魯
迅
伝
』
と
『
魯
迅
』
の

区
別
を
説
明
す
る
。『
魯
迅
伝
』
で
は
、魯
迅
は
「
愛
国
者
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
小
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

結
局
魯
迅
の
全
著
作
を
主
な
頼
り
と
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て

魯
迅
の
歩
い
た
道
を
辿
っ
て
編
述
す
る
か
た
わ
ら
そ
の
時
々
の
魯
迅
を
と
り
ま

く
環
境
を
書
き
添
え
た
と
い
う
の
が
本
伝
の
大
凡
で
あ
っ
て
、（
中
略
）
一
方
こ

れ
〔
引
用
者
註
：「
愛
国
者
」〕
は
生
涯
を
通
じ
て
魯
迅
の
心
に
最
も
熱
く
燃
え

て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
見
れ
ば
そ
う
な
る
の
も
当
然
か
も
知
れ
な
い
。
魯
迅
は

青
年
期
以
後
殆
ん
ど
終
生
時
の
為
政
者
、
権
力
者
に
た
い
し
憎
悪
、
反
感
に
燃

え
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
彼
の
真
の
「
愛
国
」
の
情
に
根
ざ
し
て

い
た
こ
と
は
、本
伝
を
読
ま
れ
た
読
者
は
容
易
に
了
解
せ
ら
れ
た
こ
と
と
思
う
。

（
中
略
）

　

孫
文
は
新
支
那
の
形
を
作
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
し
て
魯
迅
は
新
支

那
の
中
身
を
作
る
た
め
に
終
生
苦
し
ん
だ
人
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
こ
の
古
き
支

那
を
根
底
か
ら
覆
そ
う
と
し
て
身
を

し
た
最
も
果
敢
な
二
人
の
勇
士
が
、
共

に
留
学
生
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
は
さ
も
あ
ろ
う
こ
と
と
肯
か
れ
る
（
中
略
）
け
れ

ど
も
魯
迅
が
血
を
も
っ
て
綴
っ
た
国
家
、
社
会
、
民
族
を
思
う
熱
誠
の
文
字
は
、

い
つ
の
日
に
も
誰
か
あ
っ
て
灯
の
下
に
そ
の
書
を
繙
く
若
人
の
胸
を
あ
た
た

め
、
そ
の
多
感
な
血
を
熱
く
た
ぎ
ら
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う⑭
。

小
田
は
魯
迅
の
「
全
著
作
」（
文
字
）
に
基
づ
い
て
、
魯
迅
像
を
作
り
上
げ
た
。
彼

は
魯
迅
作
品
の
重
要
さ
に
対
す
る
認
識
を
踏
ま
え
、魯
迅
の
文
字
に
表
現
さ
れ
た「
国

家
、
社
会
、
民
族
を
思
う
」
こ
と
を
信
じ
、「
愛
国
者
」
の
観
念
を
基
軸
と
し
た
文
学

観
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。

小
田
の
「
愛
国
者
」
魯
迅
像
に
と
っ
て
肝
要
な
の
は
、
為
政
者
・
権
力
者
に
対
抗

す
る
「
反
権
力
」
の
立
場
に
寄
せ
る
「
愛
」
の
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
真
の
「
愛
国
」

の
情
」
と
呼
ば
れ
、
魯
迅
の
青
年
期
に
発
生
し
、
終
生
に
貫
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
魯
迅
文
学
の
中
核
（
魯
迅
の
精
神
）
と
な
る
。「
真
の
「
愛
国
」
の
情
」
は
、
小

田
に
よ
っ
て
魯
迅
の
文
字
（
作
品
）
か
ら
読
み
取
ら
れ
た
魯
迅
独
特
の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
為
政
者
・
権
力
者
と
は
当
時
、
半
植
民
地
の
中
国
に
お
け
る
反
動
的
な
弾
圧

の
凶
暴
化
と
い
う
政
治
的
情
勢
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
政
治
的
情
勢
と
戦
う
目
的
は
革

命
で
あ
り
、
即
ち
旧
来
の
中
国
の
「
根
底
」（
中
身
）
を
文
学
（
文
字
）
の
武
器
で
徹

底
的
に
覆
す
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、『
魯
迅
伝
』
に
お
け
る
文
学
観
は
革
命
の
文
学
観
と
い
え
よ
う
。
魯
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迅
文
学
（
文
字
か
ら
読
み
出
さ
れ
た
「
真
の
「
愛
国
」
の
情
」）
と
為
政
者
・
権
力
者
と
の

間
の
対
立
が
見
ら
れ
る
。
な
お
か
つ
、
文
学
は
革
命
に
と
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
革
命

の
武
器
に
な
り
、
旧
中
国
を
覆
す
力
を
持
っ
て
い
る
。
小
田
の
文
学
観
に
直
面
し
た

竹
内
好
は
『
魯
迅
』
で
小
田
の
文
学
観
と
対
峙
し
、
異
議
を
唱
え
た
。
格
闘
の
過
程

に
つ
い
て
、
竹
内
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

彼
は
た
し
か
に
虚
言
を
吐
い
た
の
で
あ
り
、
た
だ
虚
言
を
吐
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
の
真
実
を
守
っ
た
。
そ
れ
が
、
多
く
の
真
実
を
吐
い
た
俗
流
文
学
者
か

ら
彼
を
区
別
す
る
所
以
で
あ
る
。「
文
学
は
無
用
だ
」
こ
れ
が
、魯
迅
の
根
本
の

文
学
観
で
あ
る
。（
中
略
）

　
「
革
命
」
と
は
広
義
に
云
へ
ば
、政
治
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
従
っ
て

政
治
理
念
と
し
て
の
「
革
命
」
を
「
永
遠
の
革
命
」
と
解
す
る
の
は
、
す
で
に

一
つ
の
態
度
で
あ
る
。（
中
略
）

　

文
学
は
無
力
で
あ
る
。
魯
迅
は
さ
う
見
る
。
無
力
と
い
ふ
の
は
、
政
治
に
対

し
て
有
力
な
も
の
は
文
学
で
な
い
、と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）「
文
学
文
学

と
騒
ぐ
」
こ
と
、
文
学
が
「
偉
大
な
力
を
持
つ
」
と
信
ず
る
こ
と
、
そ
れ
を
彼

は
否
定
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
文
学
が
政
治
と
無
関
係
だ
と
云
は
う
と
す
る

の
で
は
な
い
。
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
有
力
も
無
力
も
生
ず
る
は
ず
が
な

い
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
政
治
と
文
学
の
関
係
は
、
従
属
関
係
や
、
相
剋
関
係

で
は
な
い
。
政
治
に
迎
合
し
、
あ
る
ひ
は
政
治
を
白
眼
視
す
る
も
の
は
、
文
学

で
は
な
い
。
真
の
文
学
と
は
、
政
治
に
お
い
て
自
己
の
影
を
破
却
す
る
こ
と
で

あ
る
。
い
わ
ば
政
治
と
文
学
の
関
係
は
、
矛
盾
的
自
己
同
一
の
関
係
で
あ
る
。

（
中
略
）
文
学
の
生
ま
れ
る
根
本
の
場
は
、
常
に
政
治
に
取
巻
か
れ
て
ゐ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
文
学
の
花
を
咲
か
せ
る
た
め
の
苛
烈
な
自
然
条
件
で
あ

る
。
ひ
よ
わ
な
花
は
育
た
ぬ
が
、
秀
勁
な
花
は
長
い
生
命
を
得
る
。
私
は
そ
れ

を
、
現
代
支
那
文
学
と
、
魯
迅
と
に
見
る⑮
。

魯
迅
は
「『
墳
』
の
後
に
記
す
」
や
『
両
地
書
』、「
私
は
人
を
だ
ま
し
た
い
」
な
ど

の
文
章
の
中
で
、
自
ら
の
作
品
と
自
ら
の
思
想
と
異
な
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
た⑯
。

竹
内
好
は
そ
れ
ら
の
文
章
を
羅
列
し
つ
つ
、
魯
迅
の
文
章
を
「
虚
言
」
と
称
し
、「
無

用
」
の
文
学
観
を
出
し
た
。
そ
の
態
度
は
魯
迅
の
作
品
を
単
純
に
信
じ
る
小
田
の
態

度
と
逆
方
向
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
竹
内
好
は
旧
中
国
の
根
底
を
覆
す
革
命
を
「
政
治
」
と
い
う
言
葉
で

ま
と
め
る
。
魯
迅
文
学
が
革
命
に
対
し
て
偉
大
な
力
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
「
無

用
」
の
説
を
提
唱
す
る
竹
内
は
、
文
学
の
功
利
性
を
否
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
文

学
の
力
を
以
て
旧
中
国
を
覆
す
と
い
っ
た
小
田
の
見
方
を
退
け
た
。魯
迅
文
学
の「
無

用
」
は
、
革
命
と
対
立
す
る
こ
と
で
な
く
、
革
命
と
調
和
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
革

命
と
共
存
す
る
意
味
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
文
学
が
最
初
か
ら
革
命
の
中
に
自
立
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

竹
内
好
の
文
学
と
革
命
（
政
治
）
の
関
係
は
「
矛
盾
的
自
己
同
一⑰
」
の
文
学
観
と
い

え
よ
う
。「
矛
盾
的
自
己
同
一
」は
矛
盾
と
同
一
の
両
面
を
持
っ
て
い
る
。
矛
盾
と
い

う
の
は
、
文
学
と
革
命
が
本
質
的
に
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。
同
一
と
い

う
の
は
、
本
質
的
に
異
な
る
文
学
と
革
命
が
、
一
つ
の
場
で
共
存
し
、
ど
ち
ら
も
相

手
と
離
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
戦
後
に
な
っ
て
、
魯
迅
を
敷
衍
し
た
「
矛
盾
的

自
己
同
一
」
の
ロ
ジ
ッ
ク⑱
は
、日
本
の
文
学
と
革
命
（
政
治
）
の
問
題
の
解
決
方
法
と

し
て
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

　

私
は
、
政
治
と
文
学
と
は
機
能
的
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主

張
し
た
だ
け
で
あ
る
。
文
学
は
政
治
を
代
行
し
え
ず
、
政
治
は
文
学
を
代
行
し

え
な
い
。
目
的
は
全
人
間
の
解
放
で
あ
り
、（
中
略
）
そ
の
目
的
に
た
い
し
て
政

治
と
文
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
責
任
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
責
任
を
も
っ
て
果
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
的
の
た

め
に
有
機
的
に
結
ば
れ
た
も
の
が
、
真
の
自
律
性
で
あ
る⑲
。
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「
文
学
も
政
治
の
役
割
を
代
行
で
き
な
い
」
の
よ
う
に
、「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
は

文
学
が
革
命
（
政
治
）
に
関
与
す
る
の
は
、そ
の
役
割
に
取
っ
て
代
わ
る
考
え
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
文
学
は
革
命
の
中
で
、
文
学
の
自
己
更
新
を
完
成
す
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
目
的
の
た
め
に
有
機
的
に
結
ば
れ
た
」
の
は
「
無
用
」

に
お
け
る
「
無
用
の
用
」
の
内
容
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
小
田
と
竹
内
好
の
文
学
観
に
は
区
別
が
見
ら
れ
る
。
文
学
が
旧

中
国
の
革
命
に
対
し
て
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
小
田
の
文
学
観
は
、
功
利

的
な
文
学
観
と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
文
学
は
旧
中
国
を
覆
す
手
段
と
し
て
使

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、竹
内
は
文
学
と
革
命
（
政
治
）
が
各
々
の
役
割
を
果
た

す
こ
と
を
提
唱
し
て
お
り
、
旧
中
国
の
革
命
に
対
す
る
非
功
利
的
な
文
学
観
と
い
え

よ
う
。
文
学
は
革
命
の
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

２
・
２　

  

小
田
の
「
愛
」
か
ら
竹
内
好
の
「
愛
」
へ

―
「
幻
燈
事
件
」
を
め
ぐ
る
論
争

前
述
の
よ
う
に
小
田
の
魯
迅
像
に
と
っ
て
、「
真
の
「
愛
国
」
の
情
」
は
最
も
肝
心

で
あ
る
。
そ
の
情
は
無
論
、
先
進
国
が
時
代
遅
れ
の
国
を
侵
略
す
る
と
い
う
当
時
の

政
治
的
状
況
に
置
か
れ
た
中
国
の
民
衆
を
案
じ
て
い
る
情
で
あ
る
。『
魯
迅
伝
』第
二

章
「
日
本
留
学
」
で
、
小
田
は
魯
迅
の
「
藤
野
先
生
」
に
対
す
る
解
読
に
基
づ
き
、

「
強
国
対
弱
国
」
と
い
う
帝
国
主
義
的
侵
略
の
「
圧
迫
」
の
下
で
「
真
の
「
愛
国
」
の

情
」
を
生
み
出
し
た
感
情
豊
か
な
「
愛
国
者
」
魯
迅
を
表
し
た
。

「
藤
野
先
生
」
で
は
「
幻
燈
事
件
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
主
人
公
「
我
」
は
、

一
九
〇
四
年
に
医
学
の
留
学
生
と
し
て
仙
台
の
医
学
専
門
学
校
に
入
学
し
た
。
仙
台

留
学
の
あ
る
日
、
次
の
授
業
の
合
間
に
、
日
露
戦
争
で
日
本
が
勝
つ
様
子
を
伝
え
る

幻
燈
が
映
し
出
さ
れ
た
。
幻
燈
の
中
に
は
、
ロ
シ
ア
軍
の
ス
パ
イ
と
し
て
日
本
軍
に

捕
ま
り
、
殺
さ
れ
る
中
国
人
が
映
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
見
て
い
た
周
り
の
中
国
人

同
士
の
観
衆
が
み
な
拍
手
と
歓
声
で
興
奮
を
表
し
た
と
い
う
場
面
が
見
ら
れ
る
。
そ

の
場
面
を
見
た
主
人
公
「
我
」
は
「
医
学
を
捨
て
て
文
学
に
転
ず
る
」
こ
と
を
決
心

し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
主
人
公
「
我
」
が
仙
台
か
ら
離
れ
る
動
機
は
、「
幻
燈
事

件
」
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
小
田
は
「
藤
野
先
生
」
の
主
人
公
「
我
」
が

魯
迅
本
人
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
時
以
来
急
激
に
彼
の
医
学
求
学
の
志
は
他
の
あ
る
も
の
に
取
っ
て

代
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
…
…
彼
ら
の
精
神
の
革
新
！
こ
れ
こ
そ
が
今
日
の
最

大
の
急
務
と
彼
に
は
考
え
ら
れ
た
。
し
か
ら
ば
そ
の
精
神
を
改
革
さ
せ
る
に

は
？
そ
れ
に
は
文
学
の
力
を
置
い
て
他
に
無
い
と
い
う
の
が
彼
の
結
論
で
あ
っ

た
。
そ
の
こ
と
は
単
に
頭
脳
で
だ
け
で
な
く
彼
の
全
身
全
霊
で
考
え
ら
れ
た
。

八
年
前
郷
人
の
白
眼
視
の
中
を
決
然
と
新
人
生
開
拓
の
旅
路
に
出
発
っ
た
時
の

彼
は
ま
だ
ど
こ
か
少
年
の
夢
を
多
分
に
孕
ん
で
い
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
今

心
に
漲
る
も
の
は
む
し
ろ
夢
か
ら
醒
め
た
冷
徹
な
瞳
で
現
実
を
透
視
し
て
起
こ

さ
せ
ら
れ
た
灼
熱
の
情
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
祖
国
の
民
生
へ
の
思
い
に
燃
え

て
い
た
心
は
た
だ
さ
え
熱
く
た
ぎ
っ
て
い
る
青
春
の
血
に
煽
ら
れ
て
今
は
も
う

じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
彼
は
東
京
へ
戻
っ
て
文
学
運
動
を
起
す
こ

と
を
決
意
し
た⑳
。

以
上
の
描
写
か
ら
は
、「
幻
燈
事
件
」
に
刺
激
を
受
け
、
唐
突
に
同
胞
（
弱
国
人
）

の
「
精
神
の
革
新
」
を
意
識
し
た
魯
迅
の
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
幻
燈
」

の
内
容
を
考
え
る
と
、
殺
人
者
は
日
露
戦
争
時
期
の
日
本
軍
隊
で
あ
る
。
そ
の
際
、

日
本
は
既
に
帝
国
主
義
の
段
階
に
進
み
、
中
国
を
侵
略
し
て
い
た
。
日
本
帝
国
主
義

の
殺
人
に
直
面
し
た
周
り
の
中
国
人
同
士
た
ち
は
平
然
と
見
物
し
て
い
た
。
そ
れ
を

見
た
魯
迅
は
覚
醒
し
、
急
速
に
「
文
学
へ
転
ず
る
」
こ
と
で
行
動
に
移
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
識
上
の
覚
醒
に
は
、「
祖
国
の
民
生
」〔
引
用
者
註
：
民
生
は
中
国
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語
で
、
民
衆
の
生
活
と
い
う
意
味
で
あ
る
〕
に
対
す
る
強
い
感
情
が
見
ら
れ
る
。
小

田
は
、「
幻
燈
事
件
」
に
由
来
す
る
強
い
感
情
を
弱
国
人
〔
精
神
が
遅
れ
て
い
る
祖
国

の
民
衆
〕
に
対
す
る
急
激
な
「
愛
」
の
変
化
で
あ
る
と
し
、
主
人
公
魯
迅
の
主
体
的

態
度
や
感
情
を
印
象
深
く
表
現
し
た
。「
新
人
生
開
拓
」
の
「
少
年
の
夢
」
が
滅
び
る

こ
と
に
よ
っ
て
、魯
迅
の
少
年
期
が
終
わ
っ
た
。「
灼
熱
の
情
」
や
「
青
春
の
血
」
は

魯
迅
が
青
年
期
の
「
愛
」
を
迎
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

小
田
の
描
写
か
ら
、
魯
迅
の
「
愛
」
の
情
の
発
露
と
、
情
に
よ
る
急
激
な
情
動
が

見
ら
れ
る
。
小
田
の
魯
迅
像
は
、
弱
者
た
ち
に
直
面
し
、
心
か
ら
湧
き
上
が
っ
た

「
愛
」
の
情
に
よ
り
、「
も
う
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
状
態
で
、

文
学
に
従
事
す
る
最
初
か
ら
政
治
的
情
勢
と
戦
う
「
愛
国
者
」
の
姿
で
あ
る
。
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
愛
」
の
発
生
は
「
幻
燈
事
件
」
に
よ
る
偶
然
の
こ
と

に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

小
田
は
「
藤
野
先
生
」
を
通
し
て
、『
魯
迅
伝
』
で
「
愛
」
の
情
を
描
い
た
。
そ
れ

に
反
し
て
、
竹
内
好
の
視
点
で
は
、
作
家
魯
迅
の
精
神
や
本
質
と
彼
の
作
品
と
は
対

等
な
関
係
で
は
な
い
。
そ
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
竹
内
は
「
幻
燈
事
件
」
の
「
伝
説

化
」
に
抗
議
し
、
小
田
と
異
な
る
愛
の
発
生
を
次
の
よ
う
に
『
魯
迅
』
の
「
思
想
の

形
成
」
の
章
で
書
い
て
い
る
。

　

魯
迅
が
、
仙
台
の
医
学
校
で
、
日
露
戦
争
の
幻
を
見
て
志
を
文
学
に
立
て
た

と
い
ふ
話
は
、（
中
略
）
彼
の
伝
記
の
伝
説
化
さ
れ
た
一
例
で
あ
っ
て
、
私
は
そ

の
真
実
性
に
疑
い
を
抱
く
。
そ
ん
な
も
の
で
は
恐
ら
く
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。（
中

略
）

　

彼
が
仙
台
を
立
去
る
動
機
に
な
っ
た
も
の
は
、
幻
燈
事
件
だ
け
で
は
な
い
。

（
中
略
）
彼
は
幻
燈
の
画
面
に
、
同
胞
の
み
じ
め
さ
を
見
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の

み
じ
め
さ
に
お
い
て
彼
自
身
を
も
見
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
彼
は
、
同
胞
の
精

神
的
貧
困
を
文
学
で
救
済
す
る
な
ど
と
い
ふ
景
気
の
い
い
失
望
を
抱
い
て
仙
台

を
去
っ
た
の
で
は
な
い
。
恐
ら
く
屈
辱
を
嚙
む
や
う
に
し
て
彼
は
仙
台
を
後
に

し
た
と
私
は
思
ふ
。（
中
略
）
同
胞
を
憐
む
傍
ら
文
学
を
考
へ
た
の
で
は
な
い
。

同
胞
を
憐
む
こ
と
が
、
彼
の
孤
独
感
に
つ
な
が
る
一
つ
の
道
標
と
な
っ
た
ま
で

で
あ
る㉑
。

竹
内
好
は
「
幻
燈
事
件
」
の
真
実
性
に
疑
問
を
持
つ
が
、「
幻
燈
事
件
」
そ
の
も
の

の
存
在
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
丸
山
昇
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
魯
迅
の

文
章
と
魯
迅
の
体
験
の
間
に
距
離
が
あ
る
と
い
う
方
法
論
上
の
主
張
で
あ
る㉒
。
竹
内

が
小
田
の
よ
う
に
、「
魯
迅
が
文
学
を
志
し
た
動
機
」
を
「
幻
燈
事
件
」
の
み
と
見
な

さ
ず
、
魯
迅
自
身
の
体
験
し
た
屈
辱
も
考
慮
に
加
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
竹
内

に
と
っ
て
、「
藤
野
先
生
」
は
、
被
害
者
の
場
面
を
見
た
傍
観
者
た
ち
の
精
神
的
貧
困

を
書
く
文
章
で
は
な
い
。「
藤
野
先
生
」
は
、
追
憶
文
と
し
て
、
魯
迅
自
ら
の
体
験
し

た
屈
辱
の
記
憶
を
昇
華
し
た
文
章
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

竹
内
好
が
考
え
る
魯
迅
の
屈
辱
感
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
魯
迅
は

苦
し
い
運
命
を
耐
え
忍
ぶ
長
い
過
程
（「
幻
燈
事
件
」
以
前
か
ら
文
学
の
発
生
（「
狂
人
日

記
」）
ま
で
）
で
、
為
政
者
・
権
力
者
か
ら
繰
り
返
し
屈
辱
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

相
当
数
の
心
の
傷
を
付
け
ら
れ
た
。
続
い
て
、
相
当
数
の
心
の
傷
は
次
第
に
魯
迅
の

心
に
沈
殿
し
て
「
弱
者
」
の
記
憶
と
な
っ
た
。
例
と
し
て
、「
狂
人
日
記
」
が
発
表
さ

れ
た
前
の
魯
迅
の
北
京
生
活
の
時
代
（
魯
迅
が
為
政
者
・
権
力
者
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
、

古
書
に
没
頭
す
る
し
か
な
か
っ
た
と
き
、
即
ち
「
回
心
」
が
発
生
す
る
時
代
）
が
挙
げ
ら
れ

る
。そ

し
て
、
沈
殿
し
た
魯
迅
自
ら
の
悲
し
む
（
弱
者
の
）
記
憶
と
、
目
撃
し
た
他
人

（
弱
国
人
た
ち
）
の
現
実
と
の
結
合
に
よ
る
「
愛
」
の
発
生
に
基
づ
く
文
学
の
動
機
こ

そ
、
竹
内
好
が
考
え
る
魯
迅
文
学
で
あ
ろ
う
。
竹
内
は
、「
同
胞
を
憐
む
こ
と
が
、
彼

の
孤
独
感
に
つ
な
が
る
一
つ
の
道
標
と
な
っ
た
ま
で
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
魯
迅
に
と
っ
て
「
幻
燈
事
件
」
は
自
分
を
見
つ
め
る
一
つ
の
き
っ
か
け
に
過
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ぎ
ず
、
同
胞
へ
の
憐
れ
み
が
ど
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
の
か
、
十
分
に
自
己
認
識
が
で

き
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
自
ら
の
内
心
か
ら
沸
き
起
こ
る
弱
者
へ
の
憐
れ
み
も
十
分

に
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、魯
迅
文
学
の
発
生
は
「
幻
燈
事
件
」
当
時
で
は
な
く
、

後
の
時
代
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
竹
内
は
「
幻
燈
事
件
」
に
対
す
る
再
分
析

に
よ
り
、
魯
迅
の
テ
ク
ス
ト
に
設
定
さ
れ
た
急
激
な
変
化
の
「
枠
組
み
」
を
乗
り
越

え
よ
う
と
す
る
。「
幻
燈
事
件
」
は
、魯
迅
の
屈
辱
感
を
生
み
出
す
一
つ
の
「
場
」
と

し
て
捉
え
ら
れ
た
。
医
学
か
ら
文
学
へ
と
い
う
魯
迅
の
変
化
は
、「
幻
燈
事
件
」
に
よ

る
偶
然
の
行
為
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

同
じ
「
藤
野
先
生
」
の
テ
ク
ス
ト
に
直
面
し
た
際
、小
田
は
作
品
の
主
人
公
「
我
」

が
魯
迅
本
人
で
あ
る
と
信
じ
る
が
、
竹
内
好
は
「
藤
野
先
生
」
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

見
な
し
、
作
品
の
主
人
公
「
我
」
と
作
者
魯
迅
と
区
別
し
て
い
る
。
竹
内
は
大
胆
に

魯
迅
の
作
品
を
疑
い
、
魯
迅
の
心
理
的
な
世
界
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
魯
迅
の
心
の
底

に
潜
ん
だ
個
人
的
な
孤
独
感
（
屈
辱
の
記
憶
）
を
探
し
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
の

目
の
前
に
、
独
自
の
魯
迅
像
を
立
て
よ
う
と
す
る
。
竹
内
は
確
か
に
先
見
の
明
が
あ

る
。
後
の
魯
迅
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
研
究
に
よ
っ
て
、
魯
迅
本
人
の
体
験
と
一
致
し

な
い
魯
迅
の
言
葉
が
幾
つ
も
発
見
さ
れ
た㉓
。「
藤
野
先
生
」
の
主
人
公
「
我
」
は
果
た

し
て
魯
迅
本
人
と
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
は
確
か
に
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
筆
者

が
小
田
と
竹
内
の
異
同
を
挙
げ
る
こ
と
に
は
両
者
の
比
較
を
通
し
て
、小
田
の
「
愛
」

と
竹
内
の
「
愛
」
と
の
相
違
を
探
求
す
る
考
え
も
含
ま
れ
る
。

小
田
に
捉
え
ら
れ
た
魯
迅
文
学
は
、相
手
（
弱
い
他
者
）
に
対
す
る
強
い
感
情
に
結

び
つ
い
た
「
愛
」
の
体
験
に
由
来
す
る
。
そ
の
体
験
を
遡
る
と
、「
愛
国
者
」
魯
迅
は

「
幻
燈
事
件
」
に
よ
っ
て
先
に
覚
醒
し
、
先
覚
者
に
な
っ
た
後
、「
彼
ら
」（
覚
醒
し
て

い
な
い
弱
者
）
の
精
神
を
憐
れ
み
つ
つ
、
心
が
傷
つ
け
ら
れ
、
弱
者
を
憐
憫
し
よ
う
と

す
る
「
愛
」
の
情
を
生
み
出
し
、
文
学
に
従
事
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
先
覚
者

魯
迅
と
落
伍
者
の
同
胞
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。

「
愛
」
の
主
体
と
し
て
の
先
覚
者
（
魯
迅
）
と
「
愛
」
の
対
象
と
し
て
の
落
伍
者
（
同

胞
）
と
の
関
係
は
、
教
え
る
者
と
教
え
ら
れ
る
者
の
関
係
で
あ
る
。
小
田
の
原
文
で

言
う
と
、「
彼
ら
の
精
神
の
革
新
！
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
愛
国
者
」
魯
迅
の
「
愛
」

は
文
学
の
手
段
を
通
し
て
、
相
手
の
精
神
の
進
歩
と
い
う
目
的
を
完
成
し
よ
う
と
す

る
愛
で
あ
る
。
そ
の
意
義
か
ら
言
え
ば
、小
田
の
「
愛
」
は
功
利
的
な
愛
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
竹
内
好
は
「
幻
燈
事
件
」
の
問
題
に
つ
い
て
小
田
と
対
峙
し
、
自
ら
の

「
愛
」
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
。
竹
内
が
捉
え
た
魯
迅
文
学
の
「
愛
」
は
、共
通
な
体

験
に
よ
る
共
感
の
愛
で
あ
ろ
う
。
そ
の
体
験
に
遡
る
と
、「
同
胞
の
苦
痛
を
見
な
が

ら
、
自
分
の
体
験
し
た
屈
辱
感
が
動
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
愛
」
の

主
体
と
し
て
の
魯
迅
と
「
愛
」
の
対
象
と
し
て
の
同
胞
は
共
に
弱
者
の
立
場
に
立
っ

て
い
る
。
当
時
の
竹
内
は
そ
の
よ
う
な
「
愛
」
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

彼
ら
は
、
子
供
を
あ
や
す
よ
う
に
支
那
人
を
憐
憫
し
得
た
と
信
ず
る
か
も
し

れ
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
支
那
人
に
と
っ
て
も
迷
惑
な
こ
と
は
な
い
。
憐
憫
さ
る
べ

き
は
、
一
人
の
支
那
人
を
愛
し
一
人
の
支
那
人
を
憎
み
得
ぬ
彼
ら
自
身
の
精
神

の
貧
し
さ
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
僕
は
支
那
人
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

は
信
じ
な
い
。
だ
が
僕
は
、
あ
る
支
那
人
た
ち
を
愛
す
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が

支
那
人
で
あ
る
か
ら
で
な
く
、
彼
ら
が
僕
と
同
じ
悲
し
み
を
常
住
心
に
ま
と
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る㉔
。

「
愛
」
の
主
体
と
「
愛
」
の
対
象
と
の
関
係
は
、
教
え
る
者
と
教
え
ら
れ
る
者
（
大

人
と
子
供
）
の
関
係
で
は
な
い
。
両
者
は
共
同
の
運
命
（
弱
者
）
を
持
っ
て
い
る
。
文

学
の
「
愛
」
は
共
通
な
弱
者
の
体
験
に
よ
る
共
通
の
悲
し
み
か
ら
生
ま
れ
た
弱
者
の

間
の
愛
で
あ
る
。
相
手
の
精
神
の
進
歩
を
完
成
す
る
た
め
の
手
段
で
は
な
い
竹
内
の

「
愛
」
は
非
功
利
的
な
愛
の
心
情
で
あ
ろ
う
。

以
上
、「
幻
燈
事
件
」
を
め
ぐ
る
論
争
を
通
し
て
、
竹
内
好
は
小
田
の
魯
迅
像
に
お

け
る
「
愛
」
と
格
闘
し
、
自
ら
の
「
愛
」
の
理
解
を
文
学
者
魯
迅
像
の
中
に
定
着
さ
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せ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

２
・
３　

小
田
の
指
導
者
意
識
か
ら
竹
内
好
の
罪
の
意
識
へ

『
魯
迅
伝
』
で
は
、
第
五
章
「
吶
喊
」
に
お
い
て
、「
真
の
「
愛
国
」
の
情
」
が
再

び
登
場
す
る
。
小
田
は
魯
迅
の
文
章
「
吶
喊
・
自
序
」・「
狂
人
日
記
」
な
ど
の
解
読

に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
「
真
の
「
愛
国
」
の
情
」
を
描
き
出
し
た
。

　

民
国
六
年
夏
、
魯
迅
の
旧
友
銭
玄
同
が
魯
迅
を
紹
興
会
館
の
寓
居
に
訪
れ
、

「
新
青
年
」に
小
説
執
筆
を
す
す
め
た
。（
中
略
）翌
年
魯
迅
は
魯
迅
と
い
う
筆
名

を
使
い
最
初
の
短
編
小
説
「
狂
人
日
記
」
を
書
い
た
。（
中
略
）

　

こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
魯
迅
は
次
々
に
小
説
を
書
き
つ
づ
け
、
同
時
に
随

筆
を
も
さ
か
ん
に
書
き
出
し
た
が
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
魯
迅
は
あ
く
ま

で
も
支
那
人
性
改
革
と
い
う
こ
と
に
そ
の
執
筆
の
根
本
目
標
を
置
い
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。（
中
略
）

　

魯
迅
は
先
に
も
言
っ
た
よ
う
に
作
家
と
し
て
、
随
っ
て
人
間
と
し
て
も
冷
徹

な
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
創
作
上
に
於
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
は
概

し
て
個
々
の
人
間
に
よ
り
は
全
体
と
し
て
の
支
那
人
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。（
中

略
）
一
方
彼
は
常
に
冷
徹
な
現
実
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
現
実
に
徹
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
起
る
改
革
的
情
熱
に
燃
や
さ
れ
て
い
る
意
味
で
は
は
げ
し
い
主

情
家
で
も
あ
り
、
か
く
し
て
彼
は
透
徹
し
た
瞳
と
紅
い
血
液
の
溢
れ
た
心
臓
と

の
同
時
的
所
有
者
で
あ
り
、
そ
こ
に
冷
た
い
暖
か
さ
、
暖
か
い
冷
た
さ
と
い
う

よ
う
な
一
種
独
特
な
感
触
が
生
成
せ
ら
れ
る㉕
。

『
吶
喊
』
は
魯
迅
の
代
表
的
な
作
品
集
で
あ
る
。
そ
の
「
序
」
で
、こ
れ
を
著
し
た

契
機
は
銭
玄
同
の
訪
問
で
あ
っ
た
と
説
い
て
い
る㉖
。
そ
の
訪
問
に
よ
っ
て
、『
吶
喊
』

を
書
く
魯
迅
の
動
機
は
、
覚
醒
し
た
魯
迅
が
頽
廃
的
民
族
性
を
持
っ
て
い
る
旧
中
国

人
を
呼
び
起
こ
す
と
い
う
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
小
田
は
そ
れ
を
信
じ
、

事
実
と
し
て
『
魯
迅
伝
』
で
書
き
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
魯
迅
の
作
品
群
を

解
釈
し
て
い
る
。

小
田
に
よ
る
魯
迅
作
品
の
共
通
の
テ
ー
マ
は
、「
支
那
人
性
改
革
」
と
い
う
執
筆
の

根
本
目
標
で
あ
る
。「
支
那
人
性
」
は
個
人
の
人
間
性
で
は
な
く
、小
田
の
言
葉
に
よ

る
と
、「
全
体
の
支
那
人
」
で
あ
り
、
当
時
中
国
人
の
全
体
の
特
徴
（
国
民
性
）
を
意

味
す
る
。「
改
革
」
の
目
的
意
識
か
ら
出
発
す
る
魯
迅
は
文
学
を
「
支
那
人
性
改
革
」

の
手
段
と
し
て
使
う
。
つ
ま
り
、魯
迅
は
先
覚
者
の
み
な
ら
ず
、文
学
の
手
段
を
持
っ

て
い
る
「
改
革
」
の
指
導
者
と
な
っ
た
。

そ
の
魯
迅
の
姿
は
「
主
情
家
」
と
小
田
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
。「
愛
国
者
」
魯

迅
は
「
支
那
人
性
改
革
」
の
行
動
を
行
い
つ
つ
、「
真
の
「
愛
国
」
の
情
」
も
伴
っ
て

い
る
。
小
田
の
言
葉
に
よ
る
と
、
そ
の
情
は
改
革
的
情
熱
に
燃
や
さ
れ
て
い
る
「
冷

た
い
暖
か
さ
、
暖
か
い
冷
た
さ
と
い
う
よ
う
な
一
種
独
特
な
感
触
」
と
い
う
よ
う
に

描
か
れ
、
頽
廃
的
な
国
民
性
と
逆
方
向
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
支
那
人
性
改

革
」
の
指
導
者
と
し
て
の
「
愛
国
者
」
魯
迅
像
の
総
体
的
な
描
写
は
、『
魯
迅
伝
』
で

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

又
魯
迅
が
あ
く
ま
で
西
欧
の
科
学
文
明
に
傾
倒
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時

の
支
那
に
あ
っ
て
は
必
要
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
傾
向
は
事
変

以
後
に
於
て
も
支
那
の
青
年
の
心
に
強
く
根
を
張
っ
て
い
る
こ
と
と
思
わ
れ
る

し
、
こ
の
こ
と
は
こ
れ
の
是
非
を
論
ず
る
前
に
わ
れ
わ
れ
が
東
亜
の
問
題
の
こ

と
を
考
え
る
上
に
牢
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
今
日
支
那
文

化
の
過
去
、
現
在
、
未
来
を
考
え
る
上
の
一
つ
の
基
軸
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
中
略
）

　

総
体
的
に
言
っ
て
、
鋭
く
も
あ
る
が
や
さ
し
く
も
あ
る
、
雄
々
し
く
は
あ
る

が
可
憐
で
さ
え
も
あ
る
、
一
脈
東
洋
的
悠
揚
さ
を
具
え
た
深
く
、
美
し
い
風
貌
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で
あ
る
。
そ
う
い
う
顔

―
私
は
彼
の
文
章
を
思
い
、
そ
の
顔
を
思
う
た
び
に

い
つ
も
そ
の
文
章
と
顔
の
間
に
寸
分
の
間

も
な
い
こ
と
を
覚
え
る
。
つ
ま
り

私
に
は
そ
の
文
章
を
思
う
こ
と
は
顔
を
思
う
こ
と
と
な
り
顔
を
思
う
こ
と
は
文

章
を
思
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る㉗
。

実
際
に
は
、
小
田
は
一
度
も
魯
迅
に
会
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
彼
は
文
学
者
の
気
質
と
円
熟
の
筆
致
で
、
西
欧
文
明
に
傾
倒
す
る
「
愛
国

者
」
魯
迅
の
想
像
上
の
日
常
生
活
の
総
体
的
風
貌
に
思
い
を
馳
せ
た
。
結
局
、『
魯
迅

伝
』
で
西
欧
文
明
に
傾
倒
す
る
魯
迅
像
は
「
鋭
く
も
あ
る
が
や
さ
し
く
も
あ
る
、雄
々

し
く
は
あ
る
が
可
憐
で
さ
え
も
あ
る
、
一
脈
東
洋
的
悠
揚
さ
」
と
い
う
二
重
の
「
東

洋
的
悠
揚
さ
」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
東
洋
的
悠
揚
さ
」
は
魯

迅
の
作
品
の
総
体
と
同
じ
も
の
（「
寸
分
の
間

も
な
い
」）
と
小
田
は
語
っ
て
い
る
。

小
田
は
、
ま
ず
「
支
那
人
性
」
を
暗
い
印
象
に
位
置
付
け
る
。
次
に
、
い
わ
ゆ
る

「
支
那
人
性
改
革
」は
全
て
暗
い
印
象
の
中
国
の
内
部
か
ら
自
発
的
に
生
み
出
し
た
改

革
で
は
な
く
、
外
部
の
要
素
「
西
欧
の
科
学
文
明
」（
明
る
い
印
象
）
か
ら
の
積
極
的

な
吸
収
を
手
段
と
し
て
行
う
こ
と
で
あ
る
。

小
田
の
「
愛
国
者
」
魯
迅
像
に
は
、
夢

―
覚
醒

―
改
革
の
指
導
者
と
い
う
変

化
の
過
程
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。「
愛
国
者
」
魯
迅
が
覚
醒
し
、そ
し
て
中
国
の
民

衆
の
外
（
西
欧
）
か
ら
理
想
的
な
も
の
を
も
っ
て
、無
葛
藤
に
中
国
の
落
後
し
た
民
衆

ま
で
改
革
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
進
の
西
欧
文
明
を
吸
収
し
、
時
代
遅

れ
の
中
国
を
改
革
す
る
こ
の
よ
う
な
指
導
者
意
識
は
功
利
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

小
田
が
「
吶
喊
・
自
序
」
を
信
じ
、
功
利
的
な
改
革
の
指
導
者
の
「
愛
国
者
」
魯

迅
像
を
描
い
た
こ
と
に
対
し
て
、竹
内
好
は
納
得
し
な
か
っ
た
。『
魯
迅
』
の
「
思
想

の
形
成
」・「
作
品
に
つ
い
て
」・「
序
章
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

い
っ
た
い
魯
迅
は
文
章
で
自
己
を
談
る
場
合
、
追
憶
の
形
を
取
る
こ
と
が
多

い
の
は
、前
に
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
（
中
略
）
そ
れ
だ
け
虚
構
の
多
い
も
の

と
私
は
見
て
ゐ
る
。
金
心
異
が
訪
れ
た
の
で
「
狂
人
日
記
」
が
生
ま
れ
た
と
い

ふ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
恐
ら
く
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
事
実
で
は
あ
る
ま
い
。

（
中
略
）

　
「
狂
人
日
記
」
が
近
代
文
学
の
道
を
開
い
た
の
は
、そ
れ
に
よ
っ
て
口
語
が
自

由
に
な
っ
た
の
で
も
、
作
品
世
界
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
も
な
く
、
ま
し
て
封

建
思
想
の
破
摧
に
意
味
が
あ
る
の
で
も
な
い
。（
中
略
）

　

彼
は
先
覚
者
で
は
な
い
。
彼
は
一
度
も
、
新
時
代
に
対
し
て
方
向
を
示
さ
な

か
っ
た
。（
中
略
）
魯
迅
の
や
り
方
は
、
か
う
で
あ
る
。
彼
は
、
退
き
も
し
な
い

し
、
追
従
も
し
な
い
。
ま
づ
自
己
を
新
時
代
に
対
決
せ
し
め
、「

扎
」
に
よ
っ

て
自
己
を
洗
ひ
、
洗
は
れ
た
自
己
を
再
び
そ
の
中
か
ら
引
出
す
の
で
あ
る
。
こ

の
態
度
は
、
一
個
の
強
靭
な
生
活
者
の
印
象
を
與
へ
る
。
魯
迅
ほ
ど
強
靭
な
生

活
者
は
、
恐
ら
く
日
本
で
は
求
め
ら
れ
ぬ
か
も
し
れ
ぬ㉘
。

竹
内
好
は
「
吶
喊
・
自
序
」
を
「
追
憶
」
と
見
な
し
、
中
に
は
「
虚
構
」
の
部
分

が
存
在
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、「
狂
人
日
記
」
に
お
け
る
「
封

建
思
想
の
破
摧
」
の
意
味
を
否
定
し
て
い
る
。『
吶
喊
』
が
書
か
れ
た
の
は
金
心
異

（
銭
玄
同
）
事
件
の
後
の
こ
と
で
あ
り
、「
追
憶
」
の
影
響
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
竹
内
の
疑
い
に
は
道
理
が
あ
る
。

小
田
の
「
指
導
者
魯
迅
」
と
逆
に
、
竹
内
好
は
魯
迅
を
「
先
覚
者
で
は
な
い
」
と

判
断
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
先
覚
者
で
は
な
い
」
と
は
魯
迅
自
身
も
中
国
改
革
の
方
向

を
模
索
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
魯
迅
は
終
始
一
貫
、「
路
は
漫
漫
と

し
て
其
れ
修
遠
」「
吾
ま
さ
に
上
下
し
て
求
め
索
め
む
」
と
い
っ
た
姿
で
現
れ
る
。
続

い
て
、
竹
内
は
そ
の
姿
を
中
国
的
な
「

扎
」
と
解
釈
し
、
生
活
者
魯
迅
と
名
付
け

た
。
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注
意
す
べ
き
点
は
、「

扎
」
と
い
う
態
度
を
日
本
で
は
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
魯
迅
は
竹
内
に
よ
り
、
日
本
で
存
在
し
な
い
「
中
国

人
」
と
し
て
描
か
れ
、『
魯
迅
』
の
「
結
語
」
で
「
現
代
支
那
の
国
民
文
化
の
母
」
と

呼
ば
れ
た
。
つ
ま
り
、
竹
内
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
魯
迅
像
は
全
て
中
国
の
内
部
で
独

自
に
前
進
の
方
向
を
探
し
、
中
国
の
内
部
か
ら
自
発
的
に
中
国
を
改
革
し
よ
う
と
す

る
姿
で
あ
ろ
う
。
そ
の
姿
に
は
、
支
那
の
内
部
か
ら
生
み
出
し
た
自
己
否
定
が
見
ら

れ
る
。
結
局
、
竹
内
は
小
田
の
魯
迅
像
と
格
闘
し
、『
魯
迅
』
で
、
罪
の
意
識
を
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

そ
の
根
底
的
な
自
覚
を
得
た
こ
と
が
彼
を
文
学
者
た
ら
し
め
て
ゐ
る
の
で
、

そ
れ
な
く
し
て
は
、
民
族
主
義
者
魯
迅
、
愛
国
者
魯
迅
も
、
畢
竟
言
葉
で
あ
る
。

魯
迅
を
贖
罪
の
文
学
と
呼
ぶ
体
系
の
上
に
立
っ
て
、
私
は
私
の
抗
議
を
発
す
る

の
で
あ
る
。

（
中
略
）

　

私
は
、
魯
迅
の
文
学
を
あ
る
本
源
的
な
自
覚
、
適
当
な
言
葉
を
欠
く
が
強
ひ

て
云
へ
ば
、
宗
教
的
な
罪
の
意
識
に
近
い
も
の
の
上
に
置
か
う
と
す
る
立
場
に

立
っ
て
ゐ
る
。（
中
略
）
こ
の
「
宗
教
的
」
と
い
ふ
言
葉
は
曖
昧
だ
が
、
魯
迅
が

エ
ト
ス
の
形
で
把
へ
て
ゐ
た
も
の
は
無
宗
教
的
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
反
宗
教
的

で
さ
へ
あ
る
が
、
そ
の
把
持
の
仕
方
は
宗
教
的
で
あ
っ
た
、
と
い
ふ
風
の
意
味

で
あ
る㉙
。

こ
こ
で
の
「
宗
教
的
な
罪
」
は
「
把
へ
て
ゐ
る
も
の
」
で
は
な
く
、
や
り
方
（
把

持
の
仕
方
）
を
意
味
す
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
伊
藤
虎
丸
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
キ

リ
ス
ト
教
の
「
贖
罪
」
を
比
喩
的
に
用
い
た
こ
と
が
わ
か
る㉚
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、

確
か
に
罪
の
意
識
は
キ
リ
ス
ト
教
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
伊
藤
は
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
。

　

聖
書
の
宗
教
に
お
け
る
法
律
的
、
道
徳
的
な
罪
と
区
別
さ
れ
る
宗
教
的
な

「
罪
」
は
、既
成
の
教
団
や
教
義
の
象
徴
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
神
」（
そ
れ
は
も

は
や
一
つ
の
偶
像
で
し
か
な
い
）
へ
の
反
抗
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
抗

の
放
棄
に
あ
る㉛
。

周
知
の
通
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、「
原
罪
」（
生
ま
れ
つ
き
の
罪
）
と
い
う
言
葉
が

あ
る
。「
原
罪
」
の
た
め
、
聖
な
る
絶
対
者
の
前
に
は
、
す
べ
て
の
人
間
は
汚
れ
て
い

る
。
絶
対
者
の
神
と
普
通
の
人
の
間
に
存
在
す
る
偶
像
（
カ
リ
ス
マ
な
指
導
者
）
に
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、神
を
信
じ
る
人
間
の
自
覚
で
あ
る
。人
は
そ
の
自
覚
に
よ
っ

て
、
誇
り
が
く
じ
か
れ
、
自
己
を
否
定
す
る
。
心
に
よ
る
以
上
の
よ
う
な
生
ま
れ
変

わ
り
は
、
人
間
と
し
て
の
魯
迅
の
新
し
い
生
き
方
の
契
機
に
な
っ
た
。

小
田
が
表
現
し
た
カ
リ
ス
マ
指
導
者
の
像
は
、
民
衆
の
た
め
に
西
欧
の
先
進
文
明

（
教
義
）
を
一
方
的
に
導
入
す
る
場
合
、
何
が
い
い
か
、
何
が
悪
い
か
と
い
う
価
値
判

断
を
民
衆
に
無
理
に
押
し
付
け
て
民
衆
の
絶
対
自
由
を
束
縛
す
る
。
そ
の
点
を
意
識

し
た
竹
内
好
の
魯
迅
像
は
功
利
的
な
指
導
者
意
識
を
避
け
、
中
国
の
民
衆
と
と
も
に

中
国
の
内
部
で
改
革
の
方
向
を
模
索
す
る
。
目
標
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う「
改
革
者
」

の
姿
は
無
論
、
非
功
利
的
な
姿
で
あ
ろ
う
。

総
じ
て
、
小
田
に
描
か
れ
た
、
西
欧
文
明
に
傾
倒
し
、
伝
統
的
な
旧
中
国
を
徹
底

的
に
破
壊
し
よ
う
と
す
る
指
導
者
の
姿
は
功
利
的
な
姿
で
あ
る
。
一
方
、
竹
内
好
に

描
か
れ
た
、
旧
中
国
の
土
壌
を
重
視
し
、
弱
者
の
中
国
の
民
衆
に
伴
い
、
共
に
成
長

し
、
方
向
を
模
索
し
つ
つ
、
前
に
進
む
「
改
革
者
」
の
姿
（
罪
の
意
識
）
は
非
功
利
的

な
姿
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
旧
中
国
の
「
改
革
」
を
巡
っ
て
、
竹
内
は
小
田
の

魯
迅
像
に
お
け
る
功
利
的
な
指
導
者
の
意
識
を
退
け
、
罪
の
意
識
を
持
っ
た
非
功
利

的
な
魯
迅
の
姿
を
『
魯
迅
』
の
中
で
表
現
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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３　

日
本
に
対
す
る
批
判

魯
迅
像
の
描
写
を
め
ぐ
る
小
田
の
功
利
的
な
立
場
と
、
竹
内
好
の
非
功
利
的
な
立

場
は
、
互
い
に
交
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
魯
迅
は
「
拿
来
主
義
」
を
書
き
、
外
部

か
ら
い
い
も
の
を
直
接
に
取
り
入
れ
る
功
利
的
な
思
想
を
表
し
た32
。
魯
迅
の
翻
訳
の

実
践
の
み
を
見
て
も
、
外
部
か
ら
優
れ
た
も
の
を
導
入
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
彼
ほ

ど
積
極
的
で
あ
っ
た
知
識
人
は
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、『
野
草
』
の
「
墓
碑

銘
」
で
「
浩
歌
熱
狂
の
際
、
寒
に
中
り
、
天
上
に
深
淵
を
見
、
一
切
眼
中
に
無
所
有

を
見
、
希
望
な
き
所
に
救
を
得33
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
魯
迅
は
外
部
か
ら
何

か
を
導
入
す
る
こ
と
の
み
を
通
し
て
、
中
国
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
も

信
じ
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、「
十
九
世
紀
の
文
明
は
改
革
に
よ
っ
て
は
じ
ま
り
、

反
抗
を
根
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
一
極
に
偏
向
す
る
の
は
、
理
の
当
然
の
な

り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
末
流
と
も
な
る
と
、
弊
害
も
は
っ
き
り
し
て
く
る
。（
中

略
）
外
は
世
界
の
思
潮
に
お
く
れ
ず
、
内
は
固
有
の
伝
統
を
失
わ
ず
、
今
を
取
り
古

え
を
復
興
し
て
あ
ら
た
に
新
学
派
を
た
て
、
人
性
の
意
義
を
い
っ
そ
う
深
遠
な
も
の

と
す
れ
ば
、
国
民
は
覚
醒
し
、
個
性
は
充
実
し
、
砂
の
集
ま
っ
た
国
は
転
じ
て
人
間

の
国
と
な
る34
」
の
よ
う
で
あ
り
、
即
ち
、
外
部
の
世
界
に
傾
倒
す
る
（
指
導
者
）
と
同

時
に
、
内
部
の
土
壌
も
重
視
し
、
民
衆
と
と
も
に
模
索
す
る
と
い
う
考
え
方
な
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
小
田
と
竹
内
が
各
々
、
魯
迅
の
一
つ
の
側
面
を
捉
え
た
由
来
に
は

日
本
批
判
の
動
機
の
相
違
を
無
視
で
き
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

小
田
の
魯
迅
像
に
お
い
て
肝
要
な
「
真
の
「
愛
国
」
の
情
」
の
「
真
」
は
、
当
時

の
日
本
の
政
治
的
状
況
に
お
け
る
愛
国
の
情
の
「
偽
」
に
対
す
る
批
判
で
あ
ろ
う
。

戦
時
中
に
青
柳
優
は
『
魯
迅
伝
』
の
中
に
「
寓
意
」
の
存
在
を
見
出
し
た
。
青
柳
優

の
「
寓
意
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、松
本
和
也
は
「『
小
田
嶽
夫
氏
の
魯
迅
に
対
す
る
愛

惜
感
の
美
し
さ
』
に
『
現
代
日
本
の
あ
る
状
態
』
を
類
比
的
に
見
出
し
て
い
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
青
柳
の
「
寓
意
」
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、
松
本
は
自
ら
の
「
寓
意
」

の
解
釈
を
「
魯
迅
／
中
国
を
鏡
と
し
て
映
し
出
さ
れ
る
同
時
代
の
日
本
（
の
政
治
状

況
）
に
差
し
向
け
ら
れ
た
」
と
提
唱
し
て
い
る35
。
た
だ
し
、
松
本
の
論
文
で
は
「
同

時
代
の
日
本
の
政
治
状
況
」
を
具
体
的
に
説
明
し
て
い
な
い
。
で
は
、
当
時
の
日
本

の
政
治
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

日
中
戦
争
期
、
日
本
の
軍
部
は
無
軌
道
な
横
暴
を
極
め
、
す
べ
て
の
言
論
を
戦
争

に
奉
仕
す
る
た
め
に
統
一
さ
せ
て
い
た
。
一
九
三
八
年
当
時
、
日
本
の
近
衛
（
文
麿
）

内
閣
は
中
国
と
の
全
面
戦
争
を
展
開
す
る
た
め
に
、
総
力
戦
体
制
に
入
る
必
要
が
あ

る
と
判
断
し
、「
国
家
総
動
員
法
」
を
制
定
し
た
。
そ
の
中
の
第
二
〇
条
に
は
「
政
府

ハ
戦
時
ニ
際
シ
国
家
総
動
員
上
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
新
聞
紙

其
ノ
他
ノ
出
版
物
ノ
掲
載
ニ
付
制
限
又
ハ
禁
止
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得36
」
と
あ
る
。
さ
ら

に
、
一
九
四
〇
年
に
近
衛
文
麿
は
再
び
首
相
に
な
り
、
大
政
翼
賛
会
と
い
う
官
製
国

民
統
合
団
体
を
結
成
さ
せ
、
大
政
翼
賛
運
動
を
推
進
し
、
す
べ
て
の
政
党
を
解
散
し
、

全
国
の
戦
争
動
員
を
行
っ
た
。
そ
の
状
況
で
、
一
九
四
一
年
一
月
に
「
国
家
総
動
員

法
」
に
基
づ
い
た
、
戦
争
総
動
員
の
勅
令
の
「
新
聞
紙
等
掲
載
制
限
令37
」
が
日
本
全

国
で
施
行
さ
れ
た
。
そ
の
時
か
ら
「
国
家
総
動
員
法
」
の
第
二
〇
条
が
正
式
に
発
動

さ
れ
た
。

つ
ま
り
、当
時
の
日
本
政
府
は
戦
争
の
た
め
に
国
民
に
愛
国
心
の
涵
養
を
要
求
し
、

「
国
家
」
に
よ
る
国
民
の
同
一
化
の
理
念
で
、出
版
物
法
の
改
革
に
よ
る
戦
争
動
員
を

し
て
い
た
。
政
府
が
対
外
戦
争
と
国
内
改
革
を
関
連
さ
せ
、
民
衆
の
愛
国
の
心
（
情
）

を
誘
起
す
る
以
上
の
考
え
で
あ
る
。

戦
争
動
員
の
言
説
で
は
、
相
手
の
中
国
人
は
常
に
「
時
代
遅
れ
」
や
「
野
暮
」
な

ど
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
文
明
の
日
本
が
時
代
遅
れ
の
中
国
を
侵

略
す
る
戦
争
動
員
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
「
合
理
的
」
な
理
由
を
与
え
よ
う
と
す
る
目
的
を

持
っ
て
い
る
。
結
局
、
戦
争
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
日
本
へ
の
誇
り
が
溢
れ
て
い
て
、

戦
争
動
員
と
い
う
偽
の
愛
国
の
情
に
な
っ
た
。
当
時
、
内
藤
湖
南
の
「
中
国
の
中
毒

説
」
や
和
辻
哲
郎
の
「
頽
廃
的
な
大
陸
文
化38
」
な
ど
、
戦
争
動
員
に
融
合
さ
れ
や
す
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内
好
に
よ
る
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学
者
」
魯
迅
像
の
生
成
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い
研
究
が
頻
繁
に
出
て
き
た
。

小
田
は
戦
争
動
員
の
雰
囲
気
の
中
で
、
政
府
の
宣
伝
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
戦
争
に

対
す
る
民
衆
の
偽
の
愛
国
の
情
に
対
し
、「
心
破
る
」
を
感
じ
、「
憂
慮
」
の
気
持
ち

を
抱
い
た
。
当
時
小
田
は
作
品
集
で
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

　

書
中
に
収
め
た
文
章
の
う
ち
幾
つ
か
は
日
支
の
間
に
事
変
の
発
生
す
る
に
至

ら
ん
こ
と
を
ひ
そ
か
に
憂
慮
し
乍
ら
書
い
た
。
又
幾
つ
か
は
号
外
の
鈴
の
音
、

出
征
兵
士
歓
送
の
軍
歌
を
耳
に
し
乍
ら
綴
っ
た
。
又
こ
の
一
文
を
草
し
て
ゐ
る

今
は
友
人
青
柳
瑞
穂
君
の
応
召
入
隊
を
見
送
り
返
っ
た
直
後
で
あ
る
。（
中
略
）

支
那
の
土
に
今
皇
軍
が
流
し
て
ゐ
る
血
を
思
へ
ば
、
そ
れ
ら
の
果
敢
な
る
将
士

の
た
め
に
心
破
る
る
思
ひ
す
る
と
共
に
、
無
量
の
感
慨
の
心
中
を
去
来
す
る
の

を
禁
じ
が
た
い39
。

そ
し
て
、
文
士
小
田
は
文
学
を
武
器
（
手
段
）
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
政
治
的
状
況

と
戦
っ
た
。
一
九
三
〇
年
に
わ
ず
か
三
〇
才
で
外
務
省
の
仕
事
を
辞
め
、
文
学
に
専

心
し
て
、
文
学
を
「
道
」
と
す
る
生
活
を
始
め
た
。
満
州
事
変
・
日
中
戦
争
が
勃
発

し
た
後
、
日
本
の
政
府
は
小
田
の
文
学
を
規
制
し
つ
つ
あ
っ
た
。
政
府
に
対
す
る
当

時
の
小
田
の
革
命
的
抵
抗
は
、
井
伏
鱒
二
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
て
い
る40
。
つ
ま
り
、

文
学
組
織
を
作
り
、
政
府
に
抵
抗
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
過
程
の
中

で
、
小
田
の
素
朴
な
人
格
（
文
学
の
力
を
信
じ
る
こ
と
）
が
次
第
に
形
成
し
つ
つ
あ
っ

た
。
小
田
は
文
学
の
力
を
信
じ
、
文
学
を
も
っ
て
政
治
的
状
況
と
功
利
的
に
戦
う
こ

と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
小
田
の
人
格
は
小
田
の
魯
迅
像
に
投
影
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
文

学
を
以
て
中
国
を
功
利
的
に
改
革
し
よ
う
と
す
る
魯
迅
の
風
貌
は
、
対
中
戦
争
の
偽

の
愛
国
の
情
に
抵
抗
し
て
い
る
。
文
明
の
日
本
が
時
代
遅
れ
の
中
国
を
侵
略
す
る
戦

争
の
前
提
を
避
け
る
た
め
に
は
、
ま
ず
文
学
で
時
代
遅
れ
の
中
国
を
文
明
化
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
西
欧
の
先
進
文
明
に
傾
倒
し
、
文
学
の
力
を
信
じ
る

指
導
者
の
魯
迅
像
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
小
田
は
考
え
た
の
で
あ
る
。『
魯
迅

伝
』
に
お
け
る
功
利
的
な
立
場
は
、当
時
の
日
本
の
「
文
明
対
時
代
遅
れ
」
の
ロ
ジ
ッ

ク
に
対
す
る
不
満
や
批
判
を
表
す
と
い
う
創
作
の
動
機
と
文
学
の
力
を
信
じ
る
小
田

の
素
朴
な
人
格
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。

同
時
代
（
日
中
戦
争
期
）
の
『
魯
迅
』
に
お
け
る
竹
内
好
の
文
学
者
魯
迅
像
に
も
戦

争
動
員
に
対
す
る
日
本
批
判
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、二
人
が
直
面
し
た「
戦

争
」
は
本
質
的
に
異
な
る
。
小
田
が
直
面
し
た
の
は
文
明
の
日
本
が
時
代
遅
れ
の
中

国
を
侵
略
す
る
単
純
な
日
中
戦
争
で
あ
る
。
竹
内
が
直
面
し
た
の
は
大
東
亜
戦
争
で

あ
り
、
文
明
化
さ
れ
た
日
本
が
落
後
し
た
中
国
を
指
導
し
て
大
東
亜
共
栄
圏
を
建
設

し
、
西
欧
と
戦
う
戦
争
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
竹
内
が
直
面
し
た
日
本
批
判
の
任

務
に
は
当
時
の
指
導
者
意
識
に
対
す
る
批
判
も
含
め
ら
れ
て
い
る
。
戦
後
、
竹
内
は

『
魯
迅
』
で
次
の
よ
う
に
「
註
」
を
付
け
た
。

　

当
時
、中
国
の
文
学
は
（
中
略
）
日
本
軍
占
領
下
の
諸
都
市
の
協
力
者
文
学
と

が
あ
り
、（
中
略
）
そ
れ
は
伝
統
と
無
縁
で
あ
り
、
正
統
の
文
学
で
な
い
と
私
は

考
え
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
は
憚
ら
れ
た
し
、
そ
れ
を
論
証
す

る
だ
け
十
分
な
自
由
中
国
の
作
品
を
手
に
入
れ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
そ

の
鬱
屈
し
た
気
持
を
魯
迅
研
究
に
託
し
て
こ
こ
に
吐
い
た
の
で
あ
る41
。

「
魯
迅
研
究
に
託
し
て
」
と
い
う
竹
内
好
の
言
葉
か
ら
、イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
指
導
者

意
識
を
批
判
す
る
日
本
批
判
の
意
義
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
か
つ
、
以
前

よ
り
悪
化
し
た
政
治
的
状
況
と
戦
う
過
程
の
中
で
、
竹
内
好
は
絶
望
し
、
困
惑
し
、

「
混
沌
」
や
「
無
力
」
な
ど
の
言
葉
を
頻
繁
に
当
時
自
ら
の
日
記
の
中
で
書
い
た42
。
竹

内
は
次
第
に
物
事
を
疑
い
な
が
ら
捉
え
る
人
格
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

竹
内
は
自
ら
の
人
格
を
『
魯
迅
』
に
投
影
し
、
文
学
の
力
を
信
じ
な
い
魯
迅
像
を
描
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い
た
の
で
あ
る
。

戦
時
中
の
竹
内
好
は
「
大
東
亜
戦
争
と
吾
等
の
決
意
」43
と
い
う
文
章
も
書
い
た
が
、

実
は
当
時
の
暗
黒
の
政
治
的
背
景
の
下
で
、
彼
の
苦
悶
の
心
が
戦
争
を
支
持
す
る
か

戦
争
に
反
対
す
る
か
の
両
面
で
揺
れ
動
い
て
い
た
。
そ
し
て
、『
魯
迅
』
は
心
が
揺
れ

動
い
て
い
た
と
き
、
大
東
亜
戦
争
に
抵
抗
す
る
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。

『
魯
迅
』
の
書
か
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、丸
山
昇
の
以
下
の
分
析
が
さ
ら
に
鮮
明
に
表

し
て
い
る
。

　

  

一
九
四
一
年
一
二
月　

文
学
者
愛
国
大
会
開
催
、
全
国
文
学
者
の
統
一
体
結

成
を
決
議
。（
中
略
）

　

  

四
二
年
五
月　

文
学
者
愛
国
大
会
の
決
議
に
も
と
づ
き
、
日
本
文
学
報
国
会

創
立
。

　

九
―
一
〇
月　
「
近
代
の
超
克
」
座
談
会
。

　

一
一
月　

大
東
亜
文
学
者
大
会

　

  

四
三
年
三
月　

大
日
本
言
論
報
国
会
創
立
。
谷
崎
「
細
雪
」
の
連
載
禁
止
。

（
中
略
）

　

八
月　

大
東
亜
文
学
者
決
戦
大
会
開
催
。

　

す
な
わ
ち
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
文
学
が
、
戦
争
遂
行
の
手
段
、
日
本
人
民

の
思
想
統
一
の
手
段
と
し
て
動
員
さ
れ
、
ま
た
文
学
者
の
な
か
に
も
、
そ
れ
に

積
極
的
に
呼
応
す
る
部
分
が
現
れ
て
、
国
家
の
た
め
戦
争
の
た
め
の
文
学
こ
そ

が
、欧
米
近
代
文
学
に
代
る
よ
り
高
度
な
文
学
で
あ
る
か
の
よ
う
な
「
文
学
論
」

が
唱
え
ら
れ
て
い
た
時
期
に
（
中
略
）
そ
の
よ
う
な
文
学
の
あ
り
方
に
対
す
る
反

発
と
し
て
、「
ま
た
同
じ
よ
う
に
押
し
流
さ
れ
そ
う
に
な
る
自
己
へ
の
支
え
と
し

て
」
竹
内
は
こ
の
本
を
書
い
た44
。

つ
ま
り
、
竹
内
好
は
大
東
亜
戦
争
の
戦
争
動
員
に
押
し
流
さ
れ
な
い
た
め
に
、『
魯

迅
』
を
書
い
た
。
大
東
亜
戦
争
の
最
も
顕
著
な
特
徴
は
日
本
を
盟
主
と
す
る
大
ア
ジ

ア
主
義
で
あ
り
、
即
ち
日
本
が
文
明
の
優
位
で
あ
る
日
本
の
指
導
者
意
識
で
あ
り
、

文
明
の
日
本
が
落
後
し
た
中
国
を
指
導
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
指
導
者
意

識
に
抵
抗
す
る
た
め
、
竹
内
は
非
功
利
的
な
魯
迅
像
、
つ
ま
り
、
文
明
に
傾
倒
せ
ず
、

暗
黒
な
中
国
で
「

扎
」
す
る
魯
迅
の
姿
を
書
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

以
上
、本
論
で
は
戦
前
日
本
に
お
け
る
代
表
的
な
二
冊
の
魯
迅
研
究
を
分
析
し
て
、

小
田
の
魯
迅
像
と
竹
内
好
の
魯
迅
像
の
相
違
を
比
較
し
た
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た

の
は
第
一
に
、
魯
迅
の
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
小
田
の
解
読
方
法
と
格
闘
し
た
竹
内
の

姿
で
あ
る
。
小
田
は
魯
迅
の
一
部
の
作
品
（
追
憶
）
を
真
実
と
し
て
信
じ
る
が
、竹
内

は
小
田
の
そ
の
姿
を
「
花
鳥
風
月
」
と
称
し
、
そ
れ
を
批
判
し
た
。

第
二
に
、
魯
迅
の
作
品
に
対
す
る
二
人
の
解
読
方
法
が
異
な
る
た
め
に
、
二
人
が

描
い
た
魯
迅
像
に
も
相
違
が
見
ら
れ
る
。
文
学
観
の
相
違
、文
学
の
「
愛
」
の
相
違
、

「
改
革
者
」の
相
違
と
い
う
側
面
か
ら
魯
迅
像
の
差
異
を
分
析
し
た
。
小
田
は
功
利
的

な
立
場
に
立
ち
、
竹
内
好
は
そ
れ
と
格
闘
し
、
非
功
利
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
。

竹
内
は
、
小
田
の
魯
迅
作
品
に
対
す
る
解
読
の
方
法
や
功
利
的
な
立
場
と
の
格
闘
に

よ
っ
て
、
自
ら
の
非
功
利
的
な
立
場
を
『
魯
迅
』
の
中
へ
組
み
込
ん
で
い
っ
た
の
で

あ
る
。
竹
内
好
の
非
功
利
的
な
立
場
は
文
学
を
功
利
的
な
手
段
（
武
器
）
と
し
て
は
認

め
な
い
が
、
そ
れ
は
文
学
者
が
弱
者
と
の
共
通
の
体
験
に
基
づ
き
、
弱
者
に
伴
い
、

共
に
成
長
す
る
立
場
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

第
三
に
、
分
析
に
よ
っ
て
、
小
田
の
文
学
の
立
場
と
竹
内
の
文
学
の
立
場
の
相
違

は
、
両
者
の
日
本
批
判
の
差
異
（
歴
史
的
な
任
務
）
や
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
の
相
違
と
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

竹
内
好
の
『
魯
迅
』
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
小
田
の
『
魯
迅
伝
』
は
重
要
な
役
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割
を
果
た
し
て
い
た
。
竹
内
は
、
小
田
の
『
魯
迅
伝
』
と
対
峙
し
、
格
闘
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
ら
の
魯
迅
像
を
構
想
し
た
の
で
あ
る
。

小
田
に
と
っ
て
の
魯
迅
は
中
国
の
社
会
改
革
の
象
徴
で
あ
り
、
魯
迅
の
文
学
は
社

会
改
良
の
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た
。
一
方
、
竹
内
の
魯
迅
像
は
、
自
己
を
掘
り
下
げ
、

深
い
自
己
認
識
を
基
礎
と
し
て
自
己
確
立
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。
竹
内
に
と
っ

て
、
そ
う
し
た
人
間
の
行
為
、
過
程
こ
そ
が
目
的
で
あ
り
、「
文
学
」
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

小
田
と
竹
内
好
の
魯
迅
像
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
二
人
の
北
京
体
験
を
考
慮
す
る

必
要
も
あ
る
。
一
九
三
七
年
一
〇
月
か
ら
一
九
三
九
年
一
〇
月
ま
で
の
二
年
間
、
竹

内
は
北
京
に
滞
在
し
て
い
た
。
同
じ
時
期
の
一
九
三
九
年
に
、
小
田
も
北
京
に
旅
行

し
、
当
地
に
滞
在
し
て
い
た
。
竹
内
の
体
験
と
小
田
の
体
験
の
相
違
部
分
、
あ
る
い

は
、
竹
内
の
独
特
な
北
京
体
験
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

註①　
邱
嶺
「
小
田
嶽
夫
的
「
城
外
」
与
郁
達
夫
的
「
過
去
」」（『
外
国
文
学
研
究
』、

二
〇
〇
四
年
二
期
）、伊
藤
虎
丸
「「
文
士
」
小
田
嶽
夫
と
中
国
」（『
国
文
学　

解
釈
と

鑑
賞
』
第
六
四
卷
四
号
、
一
九
九
九
年
四
月
）
を
参
照
。

②　

魯
迅
『
魯
迅
日
記
』、
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
七
六
年
を
参
照
。
李
平
「
小
田
嶽

夫
の
魯
迅
観

―
『
魯
迅
伝
』
を
中
心
と
し
て
」（『
二
松
：
大
学
院
紀
要
』
一
四
号
、

二
〇
〇
〇
年
、
一
〇
一
頁
）
も
、
合
わ
せ
て
参
照
。

③　

小
田
嶽
夫
「
魯
迅
を
偲
ぶ
」、『
支
那
人
・
文
化
・
風
景
』、
竹
村
書
房
、
一
九
三
七

年
、
一
六
五
頁
。

④　

松
本
和
也
「
小
田
嶽
夫
『
魯
迅
伝
』
の
形
成
と
変
容
（
一
九
四
〇
―
一
九
六
六
）」

（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
一
〇
六
号
、
二
〇
一
一
年
七
月
、
九
四
頁
）。

⑤　

本
論
で
使
う
の
は
一
九
六
六
年
に
大
和
書
房
に
よ
り
出
版
さ
れ
た
『
魯
迅
伝
』
で
あ

る
。
一
九
六
六
年
の
『
魯
迅
伝
』
は
一
九
四
一
年
の
『
魯
迅
伝
』
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
で

あ
る
。

⑥　

丸
山
昇
「
日
本
に
お
け
る
魯
迅
」（
伊
藤
虎
丸
・
祖
父
江
昭
二
・
丸
山
昇
『
近
代
文

学
に
お
け
る
中
国
と
日
本
』、
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
、
四
三
四
〜
四
三
六
頁
）。

⑦　

伊
藤
虎
丸
「
小
田
嶽
夫
氏
と
中
国
文
学
」（
小
田
三
月
『
小
田
嶽
夫
著
作
目
録
』、青

英
舎
、
一
九
八
五
年
、
二
三
頁
）。

⑧　

伊
藤
虎
丸
「『
魯
迅
と
終
末
論
』
再
説

―
「
竹
内
魯
迅
」
と
一
九
三
〇
年
代
思
想

の
今
日
的
意
義
」（『
東
京
女
子
大
学
比
較
文
化
研
究
所
紀
要
』
六
二
号
、
二
〇
〇
一

年
、
三
二
頁
、
三
六
頁
）。

⑨　

竹
内
好
『
魯
迅
』、
日
本
評
論
社
、
一
九
四
四
年
、
七
二
頁
。

⑩　

竹
内
好
『
魯
迅
』、
未
来
社
、
一
九
六
一
年
、
一
七
八
頁
。

⑪　

註
④
と
同
じ
、
一
〇
〇
〜
一
〇
二
頁
。

⑫　

小
田
嶽
夫
『
魯
迅
伝
』、
大
和
書
房
、
一
九
六
六
年
、
一
九
〇
頁
。

⑬　

竹
内
好
「
花
鳥
風
月
」、『
新
日
本
文
学
』、
一
九
五
六
年
一
〇
月
号
、『
竹
内
好
全
集

2
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
三
二
四
〜
三
二
六
頁
。

⑭　

註
⑫
と
同
じ
、
一
九
〇
頁
、
一
一
〜
二
二
頁
。

⑮　

註
⑨
と
同
じ
、
一
二
頁
、
一
四
五
〜
一
七
五
頁
。

⑯　
「『
墳
』
の
後
に
記
す
」
は
『
魯
迅
全
集
1
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）

を
、『
両
地
書
』
は
『
魯
迅
全
集
11
』、「
私
は
人
を
だ
ま
し
た
い
」
は
『
魯
迅
全
集
6
』

を
参
照
。

⑰　
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
は
西
田
哲
学
か
ら
借
用
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。『
魯
迅
』
の

「
自
註
」
の
「
註
12
」
を
見
る
と
、
そ
の
言
葉
は
西
田
哲
学
の
用
語
に
厳
密
に
従
っ
て

い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、竹
内
の
言
葉
と
西
田
哲
学
の
用
語
と
は
異
質
の
も

の
で
あ
る
。

⑱　

竹
内
好
の
思
想
に
お
け
る
魯
迅
文
学
と
日
本
文
学
の
関
連
は
、竹
内
の
文
章
「
中
国

の
近
代
と
日
本
の
近
代

―
魯
迅
を
手
が
か
り
と
し
て
」、『
東
洋
文
化
講
座
3
』、

一
九
四
八
年
一
一
月
、『
日
本
と
ア
ジ
ア
竹
内
好
評
論
集
第
三
巻
』、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
六
年
を
参
照
。

⑲　

竹
内
好
「
文
学
の
自
律
性
な
ど
」、『
群
像
7
』、
一
九
五
二
年
一
一
月
、『
竹
内
好
全

集
7
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
六
四
頁
。

⑳　

註
⑫
と
同
じ
、
四
二
頁
、
四
三
頁
。

㉑　

註
⑨
と
同
じ
、
六
五
〜
七
一
頁
。

㉒　

註
⑥
と
同
じ
、
四
四
〇
頁
。

㉓　

仙
台
に
お
け
る
魯
迅
の
記
録
を
調
べ
る
会
『
仙
台
に
お
け
る
魯
迅
の
記
録
』、
平
凡
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社
、
一
九
七
八
年
、
八
七
〜
二
五
七
頁
。

㉔　

竹
内
好
「
支
那
と
中
国
」（『
中
国
文
学
月
報
』
第
六
四
号
、
一
九
四
〇
年
八
月
）。

㉕　

註
⑫
と
同
じ
、
七
六
〜
八
六
頁
。

㉖　

魯
迅
「
吶
喊
」、『
魯
迅
全
集
1
』、
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

㉗　

註
⑫
と
同
じ
一
九
一
頁
、
二
〇
頁
。

㉘　

註
⑨
と
同
じ
、
六
一
頁
、
六
二
頁
、
九
九
頁
、
一
〇
頁
。

㉙　

同
上
、
七
二
頁
、
五
頁
。

㉚　

註
⑧
と
同
じ
を
参
照
。

㉛　

伊
藤
虎
丸
「
魯
迅
思
想
の
独
異
性
と
キ
リ
ス
ト
教
」（『
東
京
女
子
大
学
附
属
比
較
文

化
研
究
所
紀
要
』
四
九
号
、
一
九
八
八
年
、
七
八
頁
）。

32　

魯
迅
「
拿
来
主
義
」、『
魯
迅
全
集
6
』、
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
四
一

頁
。

33　

魯
迅
、
竹
内
好
訳
「
墓
碑
銘
」、『
魯
迅
全
集
2
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
、
四
九

頁
。

34　

魯
迅
、
伊
東
昭
雄
訳
「
文
化
偏
至
論
」、『
魯
迅
全
集
1
』、
学
習
研
究
社
、
一
九
八
四

年
、
八
三
頁
、
八
四
頁
。

35　

註
④
と
同
じ
、
九
七
頁
。

36　
『
官
報
』
第
三
三
七
一
号
、
一
九
三
八
年
四
月
一
日
。

37　
『
官
報
』、
第
四
二
〇
二
号
、
一
九
四
一
年
一
月
一
一
日
。

38　

内
藤
湖
南
の
「
日
本
の
天
職
と
学
者
」（『
近
代
文
学
史
論
』）
や
和
辻
哲
郎
の
『
風

土
』
を
参
照
。

39　

小
田
嶽
夫
『
支
那
人
・
文
化
・
風
景
』、
竹
村
書
房
、
一
九
三
七
年
。

40　

井
伏
鱒
二
「
小
田
君
に
つ
い
て
の
点
描
」（
小
田
三
月
『
小
田
嶽
夫
著
作
目
録
』、青

英
舎
、
一
九
八
五
年
、
三
頁
）。

41　

註
⑩
と
同
じ
、
一
七
八
頁
。

42　

竹
内
好
「
北
京
日
記
」、
一
九
三
七
年
〜
一
九
三
九
年
、『
竹
内
好
全
集
15
』、
筑
摩

書
房
、
一
九
八
一
年
。

43　

竹
内
好
「
大
東
亜
戦
争
と
吾
等
の
決
意
」、『
中
国
文
学
』
第
八
〇
号
、
一
九
四
二
年

一
月
、『
竹
内
好
全
集
14
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
二
九
四
〜
二
九
一
頁
。

44　

註
⑥
と
同
じ
、
四
四
四
頁
、
四
四
五
頁
。

付
記
：

本
稿
で
引
用
の
内
容
は
、
原
則
と
し
て
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
等
は
適
宜
省
略
し
た
。

本
稿
は
中
国
留
学
基
金
委
「
国
家
建
設
高
水
平
大
学
公
派
研
究
生
項
目
」
の
助
成
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


